
1 

 

                   

 
 

 

博
士
論
文
概
要
書 

 

名
前
：
塚
野
晶
子 

所
属
：
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程 

学
籍
番
号
：
３
７
０
６
Ｂ
５
９
１
―
９ 

                



2 

 

『
諸
国
百
物
語
』
論 

概
要
書 

  
 

一
．
は
じ
め
に 

 

『
諸
国
百
物
語
』
は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
京
都
菊
屋
七
郎
兵
衛
か
ら
刊
行

さ
れ
た
。 

先
学
か
ら
、
物
語
構
成
・
展
開
の
多
く
を
既
存
の
怪
異
小
説
に
依
拠
し
て
い
る
と
の

言
及
を
受
け
る
『
諸
国
百
物
語
』
の
、
作
品
そ
れ
自
体
の
独
自
性
は
、
決
し
て
高
い
も

の
で
は
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
脱
唱
導
・
教
訓
性
に
起
因
す
る
文
芸
化
や
世
間
咄
化
、
娯
楽

性
、
な
ら
び
に
文
学
性
に
つ
い
て
は
、
高
い
評
価
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
そ
こ
で
、
『

諸
国
百
物
語
』
の
み
な

ら
ず
、
先
学
に
よ
っ
て

『
諸
国
百
物

語
』
が
そ
の
収
録
作
品
の
多
く
を
依
拠
す
る
由
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
曽
呂
利
物
語
』
、

『
諸
国
百
物
語
』
以
前
の
成
立
が
目
さ
れ
る
怪
異
小
説
（
１
）
、
な
ら
び
に
太
刀
川
清
氏

が
「
近
世
の
怪
異
小
説
を
意
義
づ
け
た
」
と
指
摘
す
る
、
「
「
伽
婢
子
」
と
「
百
物
語
」
」

が
書
名
に
冠
せ
ら
れ
た
（
２
）『
諸
国
百
物
語
』
の
後
続
の
怪
異
小
説
を
、
読
解
及
び
分

析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
。 

そ
し
て
、
『
諸
国
百
物

語
』
に
お
け
る
怪
異
と

人
間
と
の
関
わ
り
、
『
諸
国
百
物
語
』

に
お
け
る
仏
教
的
な
も
の
の
位
置
づ
け
、『
諸
国
百
物
語
』
を
主
軸
と
し
た
、
近
世
初
期

～
中
期
の
怪
異
小
説
に
お
け
る
―
―
「
天
狗
」
譚
の
み
、『
狗
張
子
』
が
主
軸
―
―
「
後

妻
う
ち
」
、「
執
心
」
譚
、
「
斬
首
」
、「
天
狗
」
譚
と
い
っ
た
主
題
へ
の
読
解
を
進
め
、
こ

れ
ら
の
章
群
の
特
質
、
ひ
い
て
は
そ
こ
に
加
味
さ
れ
た
文
芸
的
意
匠
へ
の
考
察
を
加
え

て
ゆ
き
た
い
。 

  

註 

（
１
）
小
澤
江
美
子
氏
は
「
延
宝
期
の
怪
異
小
説
考
―
『
曽
呂
利
物
語
』
か
ら
『
諸
国

百
物
語
』
へ
」
（
『
大
妻
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
二
号
、
一
九
九

二
．
三
）
に
お
い
て
、
『
奇
異
雑
談
集
』
を
「
近
世
初
期
の
怪
異
小
説
」
と
し
て
定

義
づ
け
て
い
る
。
ま
た
『
諸
国
百
物
語
』
以
前
の
寛
文
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『
因
果
物
語
』
、
『
曽
呂
利
物
語
』
、
『
伽
婢
子
』
に
つ
い
て
は
「
後
続
の
怪
異
小
説

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
『
諸
国
百
物
語
』
と
同
年
の

正
月
に
刊
行
さ
れ
、
『
諸
国
百
物
語
』
巻
四
ノ
十
「
浅
間

あ

さ

ま

の

社
や
し
ろ

の
ば
け
物
の
事
」
、

巻
四
ノ
十
一
「
気
ち
が
い
の
女
を
み
て
幽
霊
か
と
思
ひ
し
事
」
と
の
出
典
関
係
が

認
め
ら
れ
る
『
宿
直
草
』（
『
御
伽
物
語
』
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
寛
文
期
の
「
作

品
の
影
響
を
受
け
て
」
版
行
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。 

（
２
）
太
刀
川
清
氏
「
序
章 

百
物
語
と
伽
婢
子
」
（
『
近
世
怪
異
小
説
研
究
』
、
笠
間

書
院
、
一
九
七
九
．
十
一
）
［
初
出
：
「
怪
談
会
か
ら
怪
異
小
説
へ
」
（
『
国
語
国
文

研
究
』
第
二
十
四
号
、
一
九
六
三
．
二
）
］
。 

し
か
し
な
が
ら
、
太
刀
川
氏
に
よ
っ
て
「
第
二
章 

仮
名
草
子
の
百
物
語
」
第
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一
節
「
『
百
物
語
』
と
『
諸
国
百
物
語
』
」（
『
近
世
怪
異
小
説
研
究
』
、
笠
間
書
院
、

一
九
七
九
．
十
一
）
［
初
出
：
「
『
諸
国
百
物
語
』
成
立
の
背
景
」
（
『
長
野
県
短
大

紀
要
』
第
二
十
八
号
、
一
九
七
三
．
十
二
］
に
お
い
て
「
雑
話
集
」
と
指
摘
さ
れ

る
『
百
物
語
』
、
さ
ら
に
は
江
本
裕
氏
に
よ
っ
て
「
第
一
部 

仮
名
草
子
」「
四 

了

意
怪
異
談
の
素
材
と
方
法
」
（
『
近
世
前
期
小
説
の
研
究
』
、
若
草
書
房
、
二
〇
〇

〇
．
六
）［
初
出
：「
了
意
怪
異
談
の
素
材
と
方
法
」（
『
近
世
文
芸 

研
究
と
評
論
』

第
二
号
、
一
九
七
二
．
五
）
］
に
お
い
て
「
零
本
で
、
巻
七
の
み
」
と
指
摘
さ
れ

る
『
続
伽
婢
子
』
に
関
し
て
は
、
所
収
比
率
が
完
全
に
は
網
羅
出
来
な
い
為
、
取

り
上
げ
な
か
っ
た
。
な
お
、『
狗
張
子
』
に
関
し
て
は
、「
伽
婢
子
と
狗
張
子
」（
『
国

語
と
国
文
学
』
第
四
十
八
巻
第
十
号
、
一
九
七
一
．
十
）
に
お
け
る
、『
伽
婢
子
』

と
「
正
編
続
編
の
関
係
」
に
あ
る
と
い
う
冨
士
昭
雄
氏
の
指
摘
を
受
け
、
こ
こ
に

掲
載
し
た
。 

   
 

二
．
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
怪
異
と
人
と
の
関
わ
り 

 

第
二
章
に
お
い
て
は
、
「
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
怪
異
と
人
と
の
関
わ
り
」
を

主
題
と
し
た
。
そ
し
て
『
諸
国
百
物
語
』
中
、
出
典
が
判
明
し
て
い
る
三
十
六
話
の
う

ち
、
改
変
が
顕
著
で
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
改
変
が
特
定
の
傾
向
を
有
し
て
い
る

も
の
を
取
り
上
げ
、
人
物
設
定
や
物
語
展
開
を
中
心
に
、
典
拠
と
本
編
の
比
較
と
を
行

っ
た
。 

そ
の
結
果
、 

（
Ａ
）
豪
胆
な
者
や
己
の
武
勇
を
頼
む
者
た
ち
が
、
怪
異
が
起
こ
る
と
い
う
噂
の
あ
る

場
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
き
、
そ
れ
に
挑
む
。 

（
Ｂ
）
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
人
間
が
一
方
的
に
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。 

 

と
い
う
二
種
類
の
、
怪
異
と
人
と
の
関
わ
り
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。 

 

そ
し
て
（
Ａ
）
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
、 

己
の
力
量
を
頼
む
あ
ま
り
、
怪
異
を
脅
か
そ
う
と
し
た
者
が
、
妖
怪
か
ら
被
る
被
害

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
反
面
、
怪
異
に
力
を
貸
し
た
者
の
受
け
る
「
善
報
」
が
明
確
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
怪
異
に
挑
ん
だ
者
の
人
物
設
定
が
、
典
拠
に
比
し
、
よ
り
否
定
的

な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
な
い
し
は
そ
の
武
勇
や
胆
力
を
強
調
す
る
言

辞
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
怪
異
の
人
間
に
対
す
る
優
越
性
を
強
調
し
て
い
る

こ
と
。
怪
異
と
人
間
と
の
因
果
関
係
を
曖
昧
に
し
、
怪
異
の
も
た
ら
す
不
条
理
さ
を
描

こ
う
と
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
文
芸
的
意
匠
が
見
受
け
ら
れ
る
様
。 

 

ま
た
（
Ｂ
）
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
、 

不
条
理
な
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
間
の
被
る
害
が
、
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
怪

異
が
も
た
ら
す
現
象
の
不
可
思
議
さ
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
典
拠
に
比
し
、

そ
の
唱
導
色
が
希
薄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
様
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
典
拠
と
比
し

た
際
に
怪
異
の
正
体
の

変
貌
が
顕
著
で
あ
る
章

群
か
ら
は
、
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怪
異
の
正
体
が
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
、
な
い
し
は
具
体
的
な
名
称
を

冠
せ
ら
れ
た
妖
怪
に
変
貌
し
て
い
る
こ
と
。
怪
異
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
た
者
、

な
い
し
は
怪
異
に
相
対
し
た
者
の
人
物
造
形
を
よ
り
否
定
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
手

法
を
用
い
る
こ
と
で
、
怪
異
の
人
間
に
対
す
る
返
報
を
合
理
化
す
る
こ
と
、
と
い
う
特

質
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
事
柄
か
ら
は
、
怪
異
の
人
間
に
対
す
る
優
位
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、

怪
異
の
有
す
る
不
条
理
さ
を
い
や
増
そ
う
と
す
る
傾
向
、
そ
し
て
脱
唱
導
的
色
彩
、
そ

れ
に
反
比
例
す
る
形
で
の
、
娯
楽
色
の
強
調
と
い
っ
た
傾
向
が
、
導
き
出
さ
れ
る
。 

 
 

  
 

 

三
．
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
仏
教
と
僧
侶
の
位
置
づ
け 

 

続
い
て
の
章
段
で
は
、
「
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
仏
教
と
僧
侶
の
位
置
づ
け
」

を
取
り
上
げ
た
。 

そ
し
て
、
『
諸
国
百
物

語
』
に
お
け
る
念
仏
・

経
文
・
加
持
・
僧
侶
な

い
し
は
仏
の

功
力
に
よ
っ
て
、
人
間
が
怪
異
に
相
対
し
て
い
る
作
品
群
、
な
い
し
は
僧
侶
を
主
人
公

に
し
た
章
群
な
ど
の
読
解
。
な
ら
び
に
『
諸
国
百
物
語
』
が
そ
の
典
拠
と
し
て
負
う
と

こ
ろ
が
多
い
『
曽
呂
利
物
語
』
に
お
け
る
仏
教
的
な
も
の
の
位
置
づ
け
と
の
比
較
を
通

じ
、
怪
異
に
対
す
る
仏
教
の
役
割
、
唱
導
的
色
彩
に
考
察
を
加
え
、『
曽
呂
利
物
語
』
と

の
文
学
的
特
質
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。 

 

結
果
、
こ
れ
ら
の
章
群
は
、 

①
仏
教
に
よ
っ
て
、
怪
異
の
被
害
者
な
い
し
は
亡
霊
・
妖
怪
が
救
済
を
得
る
章
群
。 

②
仏
教
に
よ
っ
て
も
、
怪
異
の
被
害
者
な
い
し
は
亡
霊
が
救
済
を
得
ら
れ
な
い
章
群
。 

③
僧
侶
が
醜
態
を
さ
ら
す
章
群
。 

④
僧
侶
が
人
間
か
ら
の
被
害
に
遭
遇
す
る
章
群
。 

と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
四
つ
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
①
の
章
群
は
（
Ａ
）
経
・
念
仏
・

加
持
の
功
徳
を
扱
っ
た
話
、
（
Ｂ
）
僧
侶
の
法
力
・
功
徳
・
機
転
を
扱
っ
た
話
、
（
Ｃ
）

仏
教
帰
依
に
よ
る
罪
業
・
苦
悩
の
消
滅
を
扱
っ
た
話
の
三
パ
タ
ー
ン
に
、
②
の
章
群
は

（
Ｄ
）
仏
事
・
祈
祷
・
経
が
、
怪
異
を
退
散
さ
せ
る
根
本
的
な
解
決
策
に
な
ら
な
い
話
、

（
Ｅ
）
寺
と
い
う
「
聖
域
」
が
怪
異
を
根
本
的
に
退
散
さ
せ
ら
れ
な
い
話
、（
Ｆ
）
僧
侶

が
怪
異
を
退
散
さ
せ
ら
れ
な
い
話
と
い
う
、
三
つ
の
話
型
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
可
能

と
判
明
し
た
。 

 

そ
し
て
こ
の
①
―
（
Ａ
）
、（
Ｂ
）
、（
Ｃ
）
の
章
群
か
ら
は
、
『
曽
呂
利
物
語
』
に
お
い

て
は
、
唱
導
的
・
教
訓
的
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

対
す
る
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
怪
異
に
対
す
る
防
衛
的
・
対
抗
的

側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
強
調
し
て
い
る
こ
と
。
怪
異
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
人

間
の
行
為
、
な
い
し
は
心
情
の
負
の
側
面
を
描
く
こ
と
に
、
よ
り
力
点
を
置
い
て
い
る

こ
と
。 

著
名
人
を
作
品
に
登
場
さ
せ
、
そ
の
人
物
が
験
力
を
以
て
怪
異
に
対
抗
す
る
様
を
描

い
て
読
者
の
興
味
を
惹
く
と
い
っ
た
娯
楽
色
の
強
い
も
の
と
、『
曽
呂
利
物
語
』
を
出
典
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と
し
た
、
無
名
の
僧
侶
の
活
躍
を
通
じ
て
、
仏
教
的
・
教
訓
的
要
素
を
描
く
も
の
と
に

大
別
さ
れ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
特
質
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
②
―
（
Ｄ
）
、
（
Ｅ
）
、
（
Ｆ
）
の
章
群
か
ら
は
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
い
て
、

妖
怪
や
死
者
の
怨
嗟
の
前
に
あ
っ
て
は
、
仏
事
祈
祷
は
無
力
で
あ
る
こ
と
。 

寺
と
い
う
仏
教
の
聖
域
は
、
怪
異
に
起
因
す
る
業
を
背
負
っ
た
人
間
を
、
根
本
的
に

救
済
す
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
こ
と
、
な
い
し
は
寺
そ
の
も
の
が
怪
異
に
侵
犯
さ
れ
て

い
る
話
が
あ
る
こ
と
。 

怪
異
に
相
対
し
た
僧
侶
の
無
力
さ
、
臆
病
さ
を
描
い
た
作
品
は
、
僧
侶
た
ち
の
そ
う

し
た
姿
が
、
物
語
の
有

す
る
恐
怖
感
を
い
や
ま

す
効
果
を
挙
げ
て
い
る

こ
と
。
他
方
、

『
曽
呂
利
物
語
』
に
お
い
て
、
怪
異
に
対
す
る
仏
教
の
抗
力
の
务
位
性
は
、『
諸
国
百
物

語
』
程
に
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
と
い
っ
た
特
質
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

そ
し
て
③
の
章
群
か
ら

は
、
『
諸
国
百
物
語
』

に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の

章
群
は
、
僧

侶
ら
の
負
の
側
面
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
か
、
な
い
し
は
主
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

教
訓
的
色
彩
は
希
薄
で
あ
る
こ
と
。
対
す
る
『
曽
呂
利
物
語
』
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の

章
群
は
、
僧
侶
ら
の
負
の
側
面
は
『
諸
国
百
物
語
』
の
そ
れ
に
比
し
て
希
薄
で
あ
り
、

代
わ
り
に
仏
教
的
色
彩
が
濃
厚
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

ま
た
、
章
群
④
に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
の
パ
タ
ー
ン
が
見
出
さ
れ
る
の
は
『
曽
呂
利

物
語
』
の
み
で
あ
り
、
物
語
展
開
や
主
題
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
際
、
仏
教

的
・
唱
導
的
色
彩
の
濃
厚
さ
を
強
調
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
事
象
が
う
か
が
わ
れ
る
。 

以
上
の
事
柄
か
ら
は
、
『
曽
呂
利
物
語
』
の
怪

異
譚
に
お
け
る
唱
導
色

の
濃
厚
さ
、

対
す
る
『
諸
国
百
物
語
』
の
脱
唱
導
的
色
彩
、
な
ら
び
に
増
大
す
る
娯
楽
色
と
い
っ
た

傾
向
、
怪
異
の
仏
教
的
な
も
の
に
対
す
る
優
越
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
傾
向

が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

   
 

四
．
「
後
妻
う
ち
」
の
系
譜 

 

第
四
章
と
な
る
「
「
後
妻
う
ち
」
の
系
譜
」
に
お
い
て
は
、
『
諸
国
百
物
語
』
の
さ

ら
な
る
文
芸
的
特
質
お
よ
び
、
近
世
怪
異
小
説
史
の
中
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る

為
に
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
後
妻
う
ち
」（
１
）
を
扱
っ
た
話
、
な
ら
び
に
先
行

の
近
世
怪
異
小
説
、
そ
し
て
『
伽
婢
子
』
の
続
編
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
狗
張
子
』
に
収

録
さ
れ
た
「
後
妻
う
ち
」
を
扱
っ
た
話
や
典
拠
と
の
比
較
を
通
じ
、
読
解
を
進
め
て
き

た
。 結

果
、
『
諸
国
百
物
語

』
以
前
の
近
世
怪
異
小

説
に
お
け
る
「
後
妻
う

ち
」
を
扱
っ

た
章
群
に
は
、
前
妻
の
怨
念
も
し
く
は
暴
力
行
為
の
矛
先
が
、
直
接
夫
に
向
か
っ
て
い

る
様
は
書
か
れ
て
い
な
い
為
、「
先
妻
の
怨
念
は
、
夫
に
は
向
か
わ
な
い
。
後
妻
に
集
中

す
る
の
で
あ
る
。
」
（
２
）
と
い
う
、
「
「
後
妻
う
ち
」
の
話
の
「
ル
ー
ル
」
」
（
３
）
か
ら

の
逸
脱
は
、
さ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
こ
と
。 

そ
し
て
、
「
後
妻
う
ち

」
と
い
う
一
つ
の
テ
ー

マ
が
、
『
諸
国
百
物
語

』
に
お
い
て
は

重
要
視
さ
れ
―
―
「
後
妻
う
ち
」
を
扱
っ
た
話
の
収
録
比
率
の
高
さ
、
「
後
妻
う
ち
」
と
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作
品
名
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
話
の
登
場
と
い
っ
た
特
徴
が
、
そ
の
証
左
と
な
る
―
―
そ
れ

が
為
「
後
妻
う
ち
」
に
、
己
の
命
を
奪
っ
た
妾
な
い
し
は
後
妻
へ
の
復
讐
を
も
兼
ね
さ
せ

る
、
あ
る
い
は
「
後
妻
う
ち
」
の
ル
ー
ル
破
綻
の
度
合
い
を
甚
だ
し
い
も
の
に
す
る
と
い

っ
た
、
種
々
の
文
芸
的
意
匠
が
そ
こ
に
賦
与
さ
れ
て
き
た
様
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
、
「
後

妻
う
ち
」
の
ル
ー
ル
が
全
き
ま
で
に
破
綻
し
、
妻
の
怨
嗟
が
夫
に
の
み
向
か
う
と
い
う
、

新
た
な
話
型
の
創
出
に
つ
な
が
っ
た
様
が
、
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

対
す
る
、
『
諸
国
百
物
語
』
以
後
の
怪
異
小
説
に
お
け
る
「
後
妻
う
ち
」
を
扱
っ
た
話

は
、『
新
御
伽
婢
子
』
、『
御
伽
比
丘
尼
』（
『
諸
国
新
百
物
語
』
）
に
そ
れ
ぞ
れ
一
話
ず
つ
の

収
録
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
数
も
さ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
ル
ー
ル
破
綻
が
尐
し
く
見
受
け

ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
度
合
い
は
『
諸
国
百
物
語
』
の
そ
れ
に
比
し
て
さ
ほ
ど
大
き

い
も
の
で
は
な
い
こ
と
。 

ま
た
、
「
後
妻
う
ち
」
が
己
の
命
を
奪
っ
た
後
妻
も
し
く
は
愛
妾
、
夫
へ
の
復
讐
も
兼

ね
て
い
る
と
い
っ
た
話
型
、
「
後
妻
う
ち
」
の
ル
ー
ル
が
全
き
ま
で
に
破
綻
し
て
い
る
話

型
も
見
受
け
ら
れ
ず
、
全
体
と
し
て
『
諸
国
百
物
語
』
以
前
の
「
後
妻
う
ち
」
の
規
矩
を

大
き
く
逸
脱
し
た
話
は
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。 

以
上
の
事
か
ら
は
、
近

世
初
期
～
中
期
怪
異
小

説
に
お
け
る
「
後
妻
う

ち
」
を
扱
っ

た
話
の
創
造
性
、
な
ら
び
に
文
芸
的
意
匠
が
『
諸
国
百
物
語
』
の
そ
れ
を
頂
点
と
し
て
い

る
様
が
、
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

  

註 

（
１
）
こ
こ
で
、
本
稿
に
お
け
る
「
後
妻
う
ち
」
の
定
義
を
述
べ
る
。
井
上
泰
至
氏
が
「
「
吉

備
津
の
釜
」
―
―
「
後
妻
打
ち
」
か
ら
の
乖
離
―
―
」（
『
上
智
大
学
国
文
論
集
』
第

二
十
、
一
九
八
七
．
一
）
に
お
い
て
、
山
東
京
伝
の
『
骨
董
集
』
の
一
節
「
か
ゝ
れ

ば
近
む
か
し
の
怪
談
草
紙
な
ど
に
、
う
は
な
り
打
を
生
り
や
う
死
り
や
う
の
し
わ
ざ

と
せ
る
は
、
こ
れ
ら
の
う
た
ひ
い
で
き
て
の
ち
の
つ
く
り
事
な
る
べ
し
。
」
を
引
き

合
い
に
出
し
、
こ
の
一
節
が
「
先
妻
が
霊
と
な
っ
て
後
妻
に
復
讐
す
る
文
学
上
の
パ

タ
ー
ン
と
し
て
の
「
後
妻
打
ち
」
の
嚆
矢
を
『
葵
上
』
に
求
め
る
文
脈
で
語
ら
れ
て

い
る
。
」
由
を
述
べ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
小
松
和
彦
氏
が
「
〃
鼎
談
〄
江
戸
の
怪
異

譚
と
西
鶴
」（
高
田
衛
氏
他
編
『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究 

特
集
・
怪
異
』
第
二
号
、

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
．
十
一
）
に
お
い
て
、
「
典
型
的
な
う
わ
な
り
う
ち
」
と
の

評
価
を
加
え
て
い
る
『
諸
国
百
物
語
』
巻
二
ノ
九
「
豊
後

ぶ

ん

ご

の
国
何
が
し
の
女に

よ

ば
う
死
骸

し

が

い

を

漆
う
る
し

に
て
塗
り
た
る
事
」
に
お
い
て
は
、
前
妻
の
亡
霊
が
後
妻
の
首
を
ね
じ
切
っ

て
殺
害
す
る
様
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
他
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
い
て
、

作
品
名
に
「
後
妻
う
ち
」
と
冠
せ
ら
れ
て
い
る
物
語
に
は
、
前
妻
の
亡
霊
も
し
く
は

執
念
が
、
後
妻
を
取
り
殺
す
描
写
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
考
慮

に
入
れ
、
本
稿
で
は
「
後
妻
う
ち
」
を
、
「
前
妻
な
い
し
は
本
妻
の
霊
に
よ
る
、
後

妻
あ
る
い
は
妾
の
抹
殺
・
排
除
を
意
図
し
た
行
為
」
と
定
義
づ
け
た
。 

（
２
）
池
田
彌
三
郎
氏
「
人
を
目
指
す
幽
霊
」
（
『
日
本
の
幽
霊
』
、
中
央
公
論
新
社
、
一
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九
七
四
．
八
） 

（
３
）
堤
邦
彦
氏
は
「
女
霊
の
江
戸
怪
談
史
―
―
仁
義
な
き
「
後
妻
打
ち
」
の
登
場
」

（
一
柳
廣
孝
氏
、
吉
田
司
雄
氏
編
著
『
幻
想
文
学
、
近
代
の
魔
界
へ
』
ナ
イ
ト
メ

ア
叢
書
２
、
二
〇
〇
六
．
五
）
に
お
い
て
『
諸
国
百
物
語
』
巻
二
ノ
九
「
豊
後
の

国
何
が
し
の
女
ば
う
死
骸
を
漆
に
て
塗
り
た
る
事
」
を
取
り
上
げ
「
男
に
死
滅
の

返
報
を
も
た
ら
す
女
霊
の
恐
怖
が
新
時
代
の
主
題
と
な
っ
て
、
人
々
の
怪
異
観
を

形
成
し
た
経
緯
は
、
日
本
怪
談
史
の
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
ら
」
と
評
し
、「
「
後
妻

う
ち
」
の
話
の
ル
ー
ル
に
破
綻
が
生
じ
」
て
い
る
由
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
前
述
の
池
田
氏
の
「
先
妻
の
怨
念
は
、
夫
に
は
向
か
わ
な

い
。
後
妻
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
」（
註
（
２
）
前
掲
）
を
「
後
妻
う
ち
」
の
「
ル

ー
ル
」
と
し
て
定
義
づ
け
る
。 

   
 

五
．
「
執
心
」
譚
の
系
譜 

 

続
く
「
第
五
章 

「
執

心
」
譚
の
系
譜
」
に
お

い
て
は
、
近
世
初
期
～

中
期
怪
異
小

説
に
お
け
る
「
執
心
」
譚
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
質
な
ら
び
に
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
に
起

因
す
る
『
諸
国
百
物
語
』
の
「
執
心
」
譚
の
特
質
。
仏
教
的
要
素
と
娯
楽
性
の
変
遷
に
つ

い
て
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。 

結
果
、
『
諸
国
百
物
語
』
以
前
の
「
執
心
」
譚
で
は
、
女
性
が
抱
く
執
心
は
、
主
に
エ

キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
恋
情
で
あ
り
、
男
性
に
た
い
し
て
発
動
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
女
性

の
蛇
身
化
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
。
対
す
る
男
性
―
―
主
に
僧
侶
―
―
が
抱
く
執

心
は
、
金
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
。 

そ
し
て
「
執
心
」
譚
が

収
録
さ
れ
て
い
る
作
品

集
の
成
立
年
代
が
下
る

に
つ
れ
、
そ

こ
に
見
受
け
ら
れ
る
唱
導
的
要
素
は
希
薄
と
な
り
、
代
わ
っ
て
文
芸
性
や
物
語
性
を
有
す

る
「
読
み
物
」
と
し
て
の
結
構
が
増
し
て
ゆ
く
こ
と
が
判
明
し
た
。 

こ
れ
ら
の
特
質
に
対
し
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
「
執
心
」
譚
で
は
、
前
述
の
話

型
が
見
受
け
ら
れ
こ
そ
す
る
も
の
の
、
女
性
の
蛇
身
化
の
割
合
は
さ
ほ
ど
高
く
は
な
く
、

代
わ
り
に
女
性
の
男
性
へ
の
執
心
が
、
異
常
な
恋
情
だ
け
で
は
な
く
、
妬
心
や
恨
み
と
い

っ
た
負
の
激
情
を
内
包
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。
女
性
の
、
そ
の
よ
う
な
感
情
を
内

包
し
た
執
心
の
発
動
の
契
機
は
、
男
の
裏
切
り
や
冷
淡
さ
で
あ
る
こ
と
。 

「
後
妻
う
ち
」
譚
と
「
執
心
」
譚
の
要
素
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
い
る
話
型
も
存
在
し
、

こ
う
し
た
章
群
に
お
い
て
前
妻
や
本
妻
の
執
心
は
、
後
妻
な
い
し
は
妾
に
向
け
ら
れ
る
こ

と
。 僧

侶
が
隠
し
金
に
執
着

を
抱
く
話
に
、
従
来
の

話
型
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
僧
侶

へ
の
批
判
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
近
世
怪
異
小
説
で
は
見
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
、
新
し
い
物
語
パ
タ
ー
ン
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

ま
た
、
「
第
三
章 

『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
仏
教
と
僧
侶
の
位
置
づ
け
」
で
見

た
よ
う
に
、
仏
教
的
手
段
や
そ
の
功
徳
を
有
す
る
筈
の
寺
院
が
、
怪
異
に
対
し
て
一
時
逃

れ
の
手
段
と
し
て
し
か
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
。 
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さ
ら
に
仏
教
が
、
あ
る

話
で
は
怪
異
を
鎮
め
る

為
の
手
段
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し

て
い
な
が
ら
、
別
の
話
で
は
怪
異
よ
り
も
务
位
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
。
な
い
し
は
神
仏

が
加
害
者
を
守
護
す
る
場
面
と
、
仏
教
的
な
供
養
が
被
害
者
を
救
済
す
る
と
い
っ
た
場
面

が
一
つ
の
話
に
収
録
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
仏
教
の
功
力
の
一
貫
性
の
な
さ
が
見
受
け
ら
れ

る
こ
と
、
と
い
う
こ
れ
ら
の
特
質
か
ら
は
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
い
て
、
も
は
や
仏
教

は
、
「
読
み
物
」
と
し
て
の
娯
楽
性
、
な
ら
び
に
結
構
を
高
め
る
手
段
と
化
し
て
い
る
様

が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。 

そ
し
て
、
『
諸
国
百
物
語
』
以
降
の
怪
異
小
説
に
お
け
る
「
執
心
」
譚
は
、
物
語
展
開

に
新
た
な
要
素
が
挿
入
さ
れ
て
こ
そ
い
る
も
の
の
、
執
心
と
い
う
語
の
意
味
そ
れ
自
体
は

『
諸
国
百
物
語
』
ほ
ど
豊
富
で
は
な
く
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
が
付
加
さ

れ
る
と
い
う
深
み
は
、
さ
し
て
見
受
け
ら
れ
な
い
。 

ま
た
、
『
諸
国
百
物
語
』
以
降
の
怪
異
小
説
の
「
執
心
」
譚
に
見
る
、
仏
教
を
娯
楽
的

要
素
を
高
め
る
為
の
手
段
と
し
て
用
い
る
傾
向
、
そ
れ
と
は
逆
の
唱
導
的
側
面
と
い
っ
た

事
柄
は
、『
諸
国
百
物
語
』
以
前
の
近
世
怪
異
小
説
、
な
ら
び
に
『
諸
国
百
物
語
』
の
「
執

心
」
譚
に
お
い
て
既
に
胚
胎
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
殊
更
に
新
し
い
要
素
で
は
な
い
。 

以
上
の
事
柄
か
ら
は
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
「
執
心
」
譚
で
は
、
従
来
の
近
世

怪
異
小
説
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
新
た
な
話
型
が
創
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
唱
導
的
色

彩
が
希
薄
と
な
り
、
仏
教
的
な
も
の
は
物
語
の
娯
楽
色
を
高
め
る
為
の
要
素
と
し
て
機
能

し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。 

同
時
に
、
近
世
初
期
～

中
期
怪
異
小
説
群
に
お

け
る
「
執
心
」
譚
の
創
造
性
や
娯
楽

色
、
な
ら
び
に
文
芸
的
意
匠
は
『
諸
国
百
物
語
』
の
そ
れ
を
頂
点
と
し
て
い
る
様
が
、
こ

こ
か
ら
も
見
受
け
ら
れ
よ
う
。 

  

註 

（
１
）
こ
こ
で
、
本
稿
に
お
け
る
「
執
心
」
譚
の
定
義
を
述
べ
て
お
く
。
作
品
名
に
「
執

心
」
あ
る
い
は
「
し
う
心
」
「
し
う
し
ん
」
と
い
う
言
葉
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
話
。

ま
た
作
品
中
に
「
執
心
」
な
い
し
は
「
し
う
心
」「
し
う
し
ん
」
と
い
っ
た
言
葉
が

登
場
し
、
そ
れ
が
怪
異
の
正
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
話
。
こ
う
し
た
作

品
群
を
、
本
稿
で
は
「
執
心
」
譚
と
し
て
定
義
づ
け
た
。 

   

六
．
「
斬
首
」
の
系
譜 

 

続
い
て
の
章
段
、
「
「
斬
首
」
の
系
譜
」
で
は
、
『
諸
国
百
物
語
』
な
ら
び
に
そ
の
成
立

前
後
の
近
世
怪
異
小
説
に
お
け
る
、
斬
首
す
る
・
首
を
持
ち
去
る
話
を
取
り
上
げ
、
典
拠

や
類
話
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
そ
の
目
的
あ
る
い
は
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
に
つ
い
て
、

考
察
を
加
え
て
き
た
。 

結
果
、
『
諸
国
百
物
語
』
以
前
の
近
世
怪
異
小
説
に
お
け
る
、
斬
首
す
る
・
首
を
持
ち

去
る
と
い
う
行
為
に
は
、『
奇
異
雑
談
集
』（
写
本
）
で
は
間
男
へ
の
執
心
、
片
仮
名
本
『
因

果
物
語
』
で
は
「
後
妻
う
ち
」
、
平
仮
名
本
『
因
果
物
語
』
、
『
伽
婢
子
』
で
は
「
罰
」
と
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い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
『
曽
呂
利
物
語
』
で
は
、
行
為
の
主
体
は

妖
怪
な
い
し
は
幽
霊
と
い
っ
た
「
異
界
の
存
在
」
が
中
心
で
あ
り
、
「
異
界
の
存
在
」
に

よ
る
、
斬
首
す
る
・
首
を
持
ち
去
る
と
い
う
行
為
は
、
人
間
の
傲
慢
さ
、
な
い
し
は
不
実

さ
へ
の
「
罰
」
及
び
復
讐
で
あ
り
、
残
酷
な
結
末
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
『
宿
直

草
』
（
『
御
伽
物
語
』
）
で
は
、
斬
首
す
る
・
首
を
持
ち
去
る
と
い
う
話
の
根
底
に
、
不
倫

な
恋
情
を
抱
い
た
女
性

一
人
を
め
ぐ
っ
て
男
二

人
が
対
立
す
る
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮

に
入
れ
る
と
『
諸
国
百

物
語
』
に
お
け
る
、
斬
首
す
る
・
首

を
持
ち
去
る
と
い
う
話
で
は
、
そ
の
行
為
に
込
め
ら
れ
た
意
図
は
、「
罰
」
、「
後
妻
う
ち
」
、

復
讐
の
成
就
の
証
左
、
恋
人
の
首
へ
の
執
着
、
妖
怪
退
治
な
ど
で
あ
り
、
復
讐
の
成
就
の

証
拠
を
除
け
ば
、
意
図
そ
の
も
の
は
独
自
性
の
あ
る
、
真
新
し
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
怪
異

に
挑
ん
だ
者
、
そ
の
脅

威
を
脅
か
そ
う
と
し
た
者
が
、
「
罰
」

と
し
て
斬
首
さ
れ
る
・
首
を
持
ち
去
ら
れ
る
話
で
は
、
そ
の
典
拠
に
お
い
て
は
、
判
明
し

て
い
る
怪
異
か
ら
「
罰
」
を
受
け
る
理
由
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
編
で

は
そ
れ
が
曖
昧
に
さ
れ
、
そ
の
為
に
怪
異
の
も
た
ら
す
脅
威
な
ら
び
に
不
条
理
さ
を
増
大

す
る
効
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
と
い
っ
た
、
『
諸
国
百
物
語
』
独
自
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
は
、
恋
人
の
遺

骸
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

首
に
執
着
を
示
す
、
あ
る
い
は
執
念

故
に
恋
人
の
首
を
と
る
話
で
は
、
類
話
と
さ
れ
る
話
が
唱
導
説
話
、
な
い
し
は
武
辺
咄
と

し
て
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
モ
チ
ー

フ
が
変
貌
し
て
い
る
こ
と
。
典
拠
や
類
話
に
見
る
、
宗
教
に
よ
っ
て
怪
異
の
恐
ろ
し
さ
が

除
去
さ
れ
る
描
写
を
挿
入
し
な
い
こ
と
で
、
物
語
の
内
包
す
る
恐
怖
が
際
立
ち
、
そ
れ
が

為
に
怪
異
の
脅
威
が
優
位
を
保
ち
続
け
る
効
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
意
匠
が

こ
ら
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
「
後
妻
う
ち
」

を
目
的
と
す
る
話
に
お

け
る
、
首
を
持
ち
去
る
と
い
う
行
為

か
ら
は
、
怨
嗟
の
発
露
、
復
讐
が
成
就
、
な
い
し
は
「
し
う
し
ん
」
が
晴
れ
た
こ
と
の
証

左
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
。
典
拠
に
は
見
ら
れ
な
い
、
前
述
の
よ
う
な

描
写
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
読
者
に
復
讐
の
成
就
を
よ
り
鮮
明
に
印
象
づ
け
る
と
い
っ
た

効
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
様
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

な
お
、
妖
怪
退
治
が
目

的
の
話
に
お
い
て
は
、

典
拠
に
比
し
、
怪
異
の
も
た
ら
す
謎

に
加
え
ら
れ
た
合
理
的
解
釈
を
省
略
す
る
こ
と
で
、
怪
異
が
も
た
ら
す
理
不
尽
な
恐
怖
が
、

よ
り
強
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

さ
ら
に
『
諸
国
百
物
語

』
以
後
の
近
世
怪
異
小

説
に
お
け
る
、
斬
首
す
る
・
首
を
持

ち
去
る
と
い
う
話
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
主
体
が
人
間
で
あ
り
、
か
つ
、
斬
首
す
る
・

首
を
持
ち
去
る
と
い
う
行
為
が
、
話
の
結
末
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
物
語
展
開
を
呼
び
込

む
と
い
う
傾
向
が
、
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
事
柄
を
ふ
ま
え
る
と
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
見
る
、
斬
首
す
る
・
首
を
持
ち
去

る
と
い
う
行
為
の
理
由
そ
の
も
の
に
見
る
独
自
性
は
、
や
や
希
薄
で
あ
る
も
の
の
、
怪
異

の
も
た
ら
す
不
条
理
さ
を
強
調
す
る
、
宗
教
に
よ
る
亡
霊
の
救
済
を
描
か
な
い
こ
と
で
怪

異
の
恐
怖
を
維
持
す
る
、
怪
異
が
行
っ
た
復
讐
の
成
就
を
鮮
明
化
す
る
と
い
っ
た
、
怪
異
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の
脅
威
を
際
立
た
せ
る
為
の
独
特
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ

た
と
言
え
よ
う
。 

   

七
．
「
天
狗
」
譚
の
系
譜
―
―
『
諸
国
百
物
語
』
と
『
狗
張
子
』
―
― 

 

続
く
「
第
七
章 
「
天
狗
」
譚
の
系
譜
―
―
『
諸
国
百
物
語
』
と
『
狗
張
子
』
―
―
」

に
お
い
て
は
、
近
世
初
期
～
中
期
の
怪
異
小
説
に
お
け
る
天
狗
像
を
ま
と
め
、
そ
れ
ら
と

『
狗
張
子
』
に
お
け
る
天
狗
像
を
比
較
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
『
狗
張
子
』
の

「
天
狗
」
譚
の
特
質
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。 

結
果
、
『
狗
張
子
』
以
前
の
近
世
怪
異
小
説
群
に
お
け
る
天
狗
像
は
、
己
の
才
能
に
慢

心
し
た
人
間
を
戒
め
る
、
超
人
的
存
在
で
あ
る
こ
と
。
僧
侶
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ

と
。
天
狗
の
力
に
は
限
界
が
あ
る
様
が
、
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
。
天
狗
道
と
は
慢
心
し
た

人
間
が
落
ち
る
た
め
に
あ
る
こ
と
。
天
狗
は
熱
し
た
金
属
の
湯
を
飲
む
と
い
う
苦
し
み
を

強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
事
柄
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

そ
し
て
、
『
狗
張
子
』
に
お
け
る
「
天
狗
」
譚
は
、
こ
れ
ら
従
来
の
天
狗
像
を
利
用
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
純
な
形
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。 

巻
六
ノ
二
「
天
狗
に
と

ら
れ
、
後
に
帰
り
て
、

物
が
た
り
」
は
、
従
来
の
「
天
狗
」

譚
に
見
受
け
ら
れ
る
、
慢
心
や
高
僧
と
密
接
な
結
び
付
き
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

天
狗
の
超
人
的
側
面
と
苦
悩
と
い
っ
た
、
種
々
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
為
、
天
狗

の
も
た
ら
す
恐
怖
の
み
な
ら
ず
、
天
狗
を
人
間
的
に
と
ら
え
る
傾
向
が
、
よ
り
強
調
さ
れ

て
い
る
。 

続
く
巻
六
ノ
三
「
板
垣
信
形
逢
二

天
狗
一

」
で
は
、
『
伽
婢
子
』
に
見
ら
れ
た
「
不
敵
も

の
」
「
し
た
ゝ
か
も
の
」
の
性
質
を
よ
り
否
定
的
に
す
る
こ
と
で
、
怪
異
が
下
す
「
罰
」

の
理
由
を
一
層
合
理
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
裁
き
手
と
し
て
、
従
来
の
怪
異
小
説
に
見
受

け
ら
れ
る
、
慢
心
し
た
人
間
を
戒
め
る
と
い
う
、
天
狗
の
性
質
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。 そ

し
て
巻
六
ノ
五
「
杉

田
彦
左
衛
門
、
天
狗
に

殺
さ
る
」
で
は
、
近
世
初
期
～
中
期

怪
異
小
説
に
見
受
け
ら
れ
る
、
慢
心
し
た
人
間
を
罰
し
、
か
つ
熱
鉄
を
飲
む
苦
し
み
を
有

す
る
と
い
う
、
天
狗
像
を
用
い
つ
つ
、
そ
こ
に
、
悪
人
の
死
体
を
略
奪
し
て
ゆ
く
と
い
う
、

近
世
期
の
「
火
車
説
話
」
の
要
素
を
挿
入
し
て
い
る
。 

以
上
の
事
柄
か
ら
は
、
既
存
の
近
世
怪
異
小
説
、
了
意
自
身
の
前
著
を
利
用
し
つ
つ
、

そ
こ
に
新
た
な
創
造
的
色
彩
を
加
え
る
と
い
う
『
狗
張
子
』
の
手
法
が
見
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
「
天
狗
」
譚
に
お
け
る
天
狗
の
描
写
は
、

慢
心
し
た
人
間
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
、
従
前
の
近
世
怪
異
小
説
に
見
る
天
狗
像
の
規
矩

を
脱
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
扱
っ
て
き
た
「
後
妻
う
ち
」
、「
執
心
」
譚
、「
斬
首
」

と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
見
た
、
「
各
々
の
テ
ー
マ
の
文
芸
的
意
匠
や
娯
楽
色
、
な
ら
び
に
創

造
的
色
彩
は
近
世
初
期
～
中
期
怪
異
小
説
の
潮
流
の
中
で
、
『
諸
国
百
物
語
』
を
頂
点
に

し
て
い
る
」
と
い
っ
た
傾
向
に
は
、
当
て
は
ま
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
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そ
し
て
以
上
の
事
柄
か
ら
は
、
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
、
怪
異
の
人
間
に
対
す
る

優
位
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
怪
異
の
有
す
る
不
条
理
さ
を
い
や
増
そ
う
と
す
る

傾
向
、
そ
し
て
脱
唱
導
的
色
彩
、
そ
れ
に
反
比
例
す
る
形
で
の
、
娯
楽
色
の
強
調
と
い
っ

た
傾
向
が
、
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

 

（
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
枚
数
二
十
六
枚
） 

 


